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私
の
と
こ
ろ
に
、
今
年
四
つ
に
な
る
甥
が
一
人
い
る
。
汽
車
や
自
動
車
、
飛
行
機
な
ど
の
絵
本
が
面
白

い
さ
か
り
で
、
縁
側
の
障
子
を
閉
め
た
こ
っ
ち
で
、
聞
い
て
い
る
と
、
母
親
を
つ
か
ま
え
て
、
あ
あ
ち
ゃ

ん
ポ
ッ
ポ
！
　
ね
？
　
な
ど
、
片
言
に
話
し
、
そ
れ
に
答
え
て
母
親
が
ま
た
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
上
手

さ
で
、
い
ろ
い
ろ
こ
の
小
さ
い
子
供
が
往
来
で
見
聞
し
て
来
て
い
る
も
の
や
子
供
を
よ
ろ
こ
ば
せ
た
こ
ま

ご
ま
し
た
印
象
と
結
び
つ
け
、
電
車
の
物
語
、
自
動
車
の
物
語
を
し
て
や
っ
て
い
る
。

　
私
は
、
母
の
愛
情
か
ら
自
然
に
湧
く
心
持
の
豊
か
さ
、
話
し
の
た
く
み
さ
に
、
非
常
に
美
し
さ
を
感
じ

つ
つ
、
そ
れ
を
聴
い
て
い
る
。
あ
る
日
私
の
わ
き
で
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
光
景
を
眺
め
て
い
た
そ
の
小

さ
い
子
の
父
で
あ
る
私
の
弟
が
、
で
も
姉
さ
ん
、
お
か
し
い
も
ん
だ
ね
え
、
僕
が
ま
だ
小
さ
か
っ
た
時
分
、

何
だ
か
一
冊
絵
の
本
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
お
っ
か
さ
ん
が
話
し
て
く
れ
る
ん
だ
け
ど
、
面
白
く
て
た
い
へ

ん
気
に
入
っ
て
い
た
ん
だ
。
そ
う
し
た
ら
、
お
っ
か
さ
ん
の
い
な
い
晩
が
あ
っ
て
ね
、
女
中
に
せ
が
ん
で

同
じ
そ
の
話
を
よ
ん
で
貰
っ
た
ら
、
ま
る
で
違
う
の
さ
。
ち
っ
と
も
い
つ
も
の
よ
う
に
面
白
く
な
い
し
、

ま
る
で
全
体
が
別
も
の
な
の
さ
。
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
ひ
ど
く
不
思
議
だ
っ
た
け
ど
、
今
考
え

て
見
れ
ば
、
お
っ
か
さ
ん
が
、
子
供
に
分
る
よ
う
に
う
ま
く
こ
し
ら
え
て
よ
ん
で
い
て
く
れ
た
ん
だ
ね
え
。

と
追
懐
を
も
っ
て
語
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
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私
た
ち
が
小
さ
か
っ
た
頃
の
読
物
は
巖
谷
小
波
が
筆
頭
で
、
ど
れ
も
み
な
架
空
の
昔
風
な
お
伽
話
で
あ

っ
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
継
母
、
継
子
の
悲
惨
な
物
語
か
曾
我
兄
弟
の
よ
う
な
歴
史
か
ら
の
読
物
で
あ
る
。

普
通
の
子
供
が
毎
日
経
験
し
て
い
る
日
常
生
活
そ
の
も
の
を
題
材
と
し
て
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
中
か
ら
子

供
の
心
に
歓
び
や
緊
張
、
努
力
、
風
情
、
健
全
な
想
像
力
を
ひ
き
出
し
て
ゆ
く
よ
う
な
物
語
と
い
う
も
の

は
、
私
の
子
供
時
代
に
は
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た
し
、
現
在
で
も
ま
だ
数
少
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
の
文
化
、
文
学
の
建
設
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
過
程
を
経
て
今
日
先
進
的
な
水
準
を
も
っ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
子
供
の
た
め
の
文
学
の
問
題
は
、
そ
の
後
ど
う
解
決
さ
れ
、
進
展
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
と
興
味
を
動
か
さ
れ
る
。
私
が
モ
ス
ク
ワ
に
い
た
の
は
一
九
三
〇
年
の
暮
ま
で
で
あ
っ
た
。
当
時
、

文
学
運
動
に
関
す
る
討
論
の
一
部
と
し
て
児
童
文
学
の
こ
と
が
論
議
さ
れ
、
そ
れ
が
あ
る
人
の
そ
の
文
学

の
到
達
点
に
ま
で
い
た
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
批
判
が
行
わ
れ
て
い
た
。
少
年
ら
の
グ
ル
ー
プ
が
作

家
の
団
体
へ
、
あ
な
た
方
の
文
学
上
の
才
能
を
、
未
来
の
担
い
手
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
も
っ
と
十

分
発
揮
し
て
く
れ
、
と
い
う
公
開
状
を
よ
せ
た
り
し
て
、
こ
の
問
題
は
活
溌
な
注
目
の
下
に
あ
っ
た
。
こ

の
場
合
は
、
も
ち
ろ
ん
、
昔
の
化
物
話
や
泥
棒
な
ど
で
は
な
い
、
新
し
い
社
会
に
育
っ
て
い
る
子
供
ら
の

生
活
と
そ
の
心
持
に
ぴ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
、
現
実
的
で
あ
っ
て
同
時
に
子
供
の
溌
剌
た
る
想
像
力
を
満

足
さ
せ
る
文
学
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
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イ
ギ
リ
ス
は
従
来
、
子
供
の
た
め
の
文
学
の
分
野
で
は
代
表
的
な
作
品
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
が
大
戦
ま
で
は
経
済
的
に
堅
固
で
あ
っ
た
中
流
生
活
の
土
台
の
上
に
立
っ
て
、
家
庭
生
活
と
い

う
も
の
を
重
ん
じ
、
子
供
の
躾
け
や
教
育
に
重
き
を
置
い
て
き
た
。
そ
の
社
会
事
情
が
反
映
し
て
、
十
九

世
紀
以
後
の
英
文
学
に
は
「
ア
リ
ス
の
不
思
議
な
国
旅
行
」
「
ピ
ー
タ
ア
・
パ
ン
」
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
や
ア

ル
コ
ッ
ト
の
諸
作
な
ど
、
世
界
の
児
童
の
た
め
に
少
な
か
ら
ぬ
贈
り
も
の
を
与
え
て
き
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
状
態
に
大
変
動
を
起
し
、
と
く
に
こ
こ
十
年
間
の
恐
慌
は
、

過
去
に
お
い
て
子
供
の
た
め
の
文
学
を
生
ん
で
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
的
背
景
を
非
常
に
変
化
さ
せ
た
。

親
が
貧
し
く
な
り
、
子
供
ら
の
生
活
も
貧
困
化
し
、
そ
れ
は
大
衆
の
も
っ
て
い
る
文
化
の
貧
し
さ
を
結
果

し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
現
代
の
世
界
の
多
数
の
子
供
ら
の
日
常
生
活
に
と
っ
て
は
、
ア
リ
ス
の
不
思
議
な
国
も
消
え
失
せ
て
し

ま
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
昔
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
描
い
た
よ
う
に
、
小
さ
い
人
々
の
苦
難
の
時
に
は
、
き
っ
と

現
れ
て
不
幸
か
ら
た
す
け
た
り
勉
強
さ
せ
て
く
れ
た
り
す
る
「
親
切
な
紳
士
、
淑
女
」
と
い
う
も
の
の
出

現
も
決
し
て
期
待
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
い
さ
さ
か
余
談
に
わ
た
る
け
れ
ど
も
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
人
生
の
底
に
ふ
れ
た
作
家
、
不
幸
の
底
を
知

っ
て
い
る
心
の
暖
い
民
衆
の
芸
術
家
と
い
わ
れ
、
辻
に
立
っ
て
本
を
よ
め
ぬ
人
々
に
小
説
を
朗
読
し
た
ほ
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と
ん
ど
た
だ
一
人
の
作
家
な
の
で
あ
る
が
、
私
が
彼
に
対
し
て
も
つ
も
っ
と
も
大
き
い
不
満
の
一
つ
は
、

彼
の
不
幸
に
は
い
つ
も
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
が
つ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
ク
リ
ス
マ
ス
・

カ
ロ
ル
」
の
よ
う
に
、 

貪  

婪 

ど
ん
ら
ん

な
伯
父
が
幽
霊
に
脅
か
さ
れ
て
翻
然
悔
悟
し
、
親
切
者
と
な
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば
こ
の
世
の
不
幸
は
不
幸
と
い
わ
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ギ
ャ
ン
グ

に
さ
ら
わ
れ
、
波
瀾
の
激
し
い
日
を
送
り
な
が
ら
も
心
の
浄
い
少
年
が
、
つ
い
に
助
け
出
さ
れ
巨
大
な
遺

産
を
相
続
し
て
旦
那
に
お
さ
ま
れ
る
の
が
、
こ
の
世
の
現
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
子
供
ら
に
と
っ
て
次
第
に

荒
い
も
の
と
な
る
そ
の
生
涯
の
路
上
で
、
堅
忍
で
あ
り
、
努
力
的
で
あ
る
こ
と
も
、
い
わ
ば
き
っ
と
貰
え

る
御
褒
美
め
あ
て
の
よ
う
な
も
の
で
、
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
英
国
の

近
代
資
本
主
義
勃
興
期
に
生
き
た
作
家
で
あ
っ
た
歴
史
性
が
、
こ
う
い
う
面
に
も
錯
綜
し
た
形
で
反
映
し

て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
現
代
の
子
供
に
は
、
き
ょ
う
の
物
語
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
日
の
科
学
と
今
日
の
社
会
と
の
間
で
、

人
間
ら
し
い
勤
勉
さ
、
正
義
心
、
人
類
の
発
展
に
対
す
る
深
い
理
解
と
信
頼
と
、
そ
の
た
め
に
献
身
す
る

人
々
の
生
涯
の
価
値
が
評
価
で
き
る
人
間
に
な
る
に
役
立
つ
文
学
が
、
小
さ
い
人
々
、
わ
れ
ら
の
後
継
者

の
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
女
の
ひ
と
の
文
学
的
な
活
動
の
一
つ
の
面
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
、
子
供
の
た
め
、
小
さ
い
人
々
の
た
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め
の
文
学
制
作
の
こ
と
は
い
わ
れ
て
き
た
。
「
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
舎
」
の
作
者
、
「
ジ
ョ
ン
・
フ
ァ

リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
」
の
作
者
、
「
小
公
子
」
の
作
者
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
い
ず
れ
も
婦
人
で
あ
り
、
母
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
古
典
的
物
語
は
、
先
ず
そ
の
子
供
た
ち
を
き
き
て
と
し
て
書
き
す
す
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
セ
ル
マ
・
ラ
ゲ
ル
レ
ー
フ
は
、
彼
女
の
児
童
の
た
め
の
文
学
に
よ
っ
て
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
与
え
ら
れ

て
い
る
。

　
日
本
で
は
、
女
の
生
活
は
家
庭
の
内
で
、
極
度
に
子
供
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
世
界
の

文
明
国
の
中
で
日
本
の
母
親
た
ち
ほ
ど
子
供
の
た
め
に
生
涯
の
全
時
間
を
費
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
他
に
な

い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
般
的
に
女
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
な
地
位
が

低
い
こ
と
は
、
家
庭
の
中
に
も
現
れ
て
、
良
人
、
子
供
の
た
め
に
身
を
削
る
労
苦
多
い
妻
、
母
と
し
て
の

毎
日
の
生
活
が
女
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
子
は
三
界
の
首
っ
枷
」
と
い
う
俗
間
の
言
葉
は
、
日
本
の
従

来
の
家
庭
の
内
部
を
ま
こ
と
に
う
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
母
は
、
家
の
や
り
く
り
、
良
人
の
世

話
、
非
計
画
的
に
生
れ
る
子
供
ら
の
世
話
で
忙
殺
さ
れ
、
子
供
ら
の
文
化
の
与
え
手
と
な
る
ま
で
の
ゆ
と

り
は
な
か
っ
た
。
母
た
ち
自
身
が
、
あ
あ
、
ど
の
位
そ
の
望
み
を
み
た
さ
れ
ぬ
自
分
の
お
伽
噺
を
も
っ
て
、

い
た
ず
ら
に
老
い
て
行
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
ま
だ
今
日
と
い
え
ど
も
、
母
自
身
十
分
の
文
化
的
光

明
に
浴
し
得
て
い
な
い
。
次
の
時
代
の
人
々
の
成
長
の
た
め
の
贈
り
も
の
と
し
て
文
学
を
与
え
る
と
こ
ろ
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ま
で
、
母
た
ち
自
身
の
社
会
的
生
活
の
内
容
が
ひ
ろ
や
か
に
高
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
貴
司
悦
子
さ
ん
の
近
著
『
村
の
月
夜
』
を
贈
ら
れ
、
そ
れ
を
通
読
し
て
、
私
は
、
母
で
あ
る
女
の
ひ
と

が
自
分
の
文
学
的
な
才
能
を
、
子
供
の
た
め
に
活
か
す
こ
と
の
自
然
さ
に
打
た
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

「
ロ
ー
ラ
ア
」
「
に
わ
と
り
」
「
乗
合
自
動
車
」
な
ど
は
、
直
接
幼
い
子
供
の
感
覚
の
内
に
入
っ
て
そ
こ

か
ら
描
か
れ
て
い
る
自
然
さ
が
あ
る
。
と
く
に
童
謡
「
停
車
場
」
な
ど
は
、
大
人
の
こ
し
ら
え
る
童
謡
に

つ
き
も
の
で
あ
る
甘
た
る
さ
、
感
傷
が
ち
っ
と
も
な
く
、
子
供
が
眼
玉
を
ぐ
り
っ
と
む
い
て
、
一
生
懸
命

眺
め
て
い
る
停
車
場
の
感
情
が
そ
っ
く
り
表
現
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
て
、
た
い
へ
ん
爽
快
で
あ
る
。

「
お
ち
ば
」
は
、
や
や
長
じ
た
子
供
ら
に
、
社
会
の
現
実
生
活
を
感
じ
さ
せ
得
る
で
あ
ろ
う
。
「
お
ち
ば
」

や
「
御
褒
美
」
に
は
、
子
供
が
大
人
の
生
活
に
混
っ
て
く
る
道
ど
り
や
そ
こ
で
の
日
常
的
な
労
作
へ
の
結

合
の
必
要
を
暗
示
し
て
い
る
作
者
の
目
が
あ
る
。
こ
の
作
者
と
し
て
こ
の
「
村
の
月
夜
」
は
第
一
歩
の
仕

事
で
あ
り
、
作
品
の
内
容
も
従
来
の
お
伽
噺
と
は
全
く
異
っ
た
現
実
日
常
生
活
か
ら
の
面
白
い
お
話
へ
の

試
み
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
、
こ
う
い
う
境
遇
に
い
る
一
人
の
母
で
あ
る
作
者
が
、
永
い
将
来
の
努
力
に
よ
っ
て
、
次
第
に
子

供
の
た
め
の
文
学
と
し
て
、
質
量
と
も
に
逞
し
い
生
産
を
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
。
そ
の
期
待
に
つ
れ
、

「
村
の
月
夜
」
で
、
私
に
印
象
さ
れ
た
一
つ
の
疑
問
に
触
れ
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
者
が
、
「
お
ち
ば
」
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な
ど
の
背
後
に
、
社
会
の
現
実
を
正
面
か
ら
見
と
お
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
ま
じ
め
な
目
を
暗
示
さ
せ

な
が
ら
、
な
お
、
子
供
の
世
界
に
一
種
の
大
人
と
し
て
の
美
し
さ
と
い
う
か
、
品
の
よ
さ
と
い
う
か
、
そ

う
い
う
も
の
を
外
か
ら
も
ち
こ
ん
で
い
る
箇
所
が
な
い
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
主
と
し
て
、
用
語
の
上

に
、
こ
の
作
者
の
微
妙
な
内
部
的
の
複
雑
さ
が
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
作
者
は
、
「
花
」
を
「
お
花
」

と
い
い
「
空
」
を
「
お
空
」
と
い
っ
て
い
る
。
何
故
「
お
」
と
い
う
敬
語
的
な
冠
が
空
に
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
空
は
空
と
し
て
芸
術
的
に
ま
っ
た
く
美
し
い
。
そ
し
て
、
科
学
的
の
正
し
さ
に
お
い
て
も
心
配
は

な
い
。
花
は
花
で
あ
る
か
ら
こ
そ
い
き
い
き
と
し
て
目
と
心
を
奪
う
花
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
花

と
い
わ
れ
る
と
私
た
ち
は
仏
さ
ん
の
お
花
と
い
う
連
想
が
あ
っ
た
り
、
お
花
の
け
い
こ
に
つ
な
が
っ
た
り
、

花
そ
の
も
の
に
は
不
用
な
形
式
的
な
も
の
を
つ
け
加
え
ら
れ
る
。
子
供
の
た
め
の
文
学
の
作
者
の
よ
い
感

覚
は
、
子
供
の
感
情
再
現
の
内
容
を
つ
く
る
、
そ
う
い
う
用
語
の
上
に
も
敏
感
、
率
直
、
清
潔
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
し
ら
え
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
品
の
よ
さ
が
ど
ん
な
に
言
葉
か
ら
生
気
を
奪
い
、
ま
た
そ
の

こ
と
で
そ
う
い
う
言
葉
が
趣
向
に
か
な
う
一
定
の
非
大
衆
的
な
社
会
環
境
と
い
う
も
の
さ
え
暗
示
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
「
村
の
月
夜
」
の
作
者
の
よ
く
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
い
い
言
葉
づ
か
い
と
い
う
の
は
、
率
直
、
簡
明
で
そ
れ
が
抜
き
さ
し
な
ら
ぬ
感
覚
に
つ
か
わ
れ
る
こ
と

で
輝
く
美
し
さ
で
あ
る
と
思
う
。
ゴ
ー
リ
キ
イ
が
、
彼
の
文
学
論
の
中
で
言
葉
に
つ
い
て
興
味
あ
る
こ
と
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を
い
っ
て
い
る
。
「
す
べ
て
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
行
為
や
労
働
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
言
語
は
諸
事
実
の
骨
で
あ
り
、
筋
肉
で
あ
り
神
経
で
あ
り
、
皮
膚
で
あ
る
。
ま
た
従
っ
て
、
言
語

の
正
確
、
明
瞭
、
単
純
と
い
う
こ
と
は
、
人
が
事
実
を
創
造
す
る
諸
過
程
や
事
実
が
人
に
及
ぼ
す
影
響
の

諸
過
程
を
正
し
く
明
ら
か
に
表
現
す
る
た
め
に
、
絶
対
的
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
」
と
。

　
言
葉
は
先
ず
民
衆
の
生
き
て
い
る
現
実
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
。
子
供
の
た
め
の
文
学
の
仕
事
を
す
る

作
家
は
、
小
さ
い
民
衆
が
自
由
奔
放
に
造
る
言
葉
、
表
現
に
対
し
て
、
ひ
ろ
い
感
受
性
を
も
つ
と
同
時
に
、

そ
れ
ら
の
言
葉
を
芸
術
の
素
材
と
し
、
取
捨
し
、
高
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
営
々
た
る
人
類
の
進
歩
の
た
め
の
努
力
の
結
果
は
、
将
来
、
婦
人
の
生
活
に
よ
り
多
く
の
人
間
性
と
文

化
と
を
与
え
、
子
供
ら
の
た
め
の
文
学
の
創
造
者
も
輩
出
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
人
の
女
と
し
て
、
「
村
の

月
夜
」
の
作
者
が
、
永
く
困
難
な
日
本
の
文
化
の
発
展
の
消
長
と
自
身
の
努
力
と
を
は
っ
き
り
結
び
つ
け

て
認
識
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
よ
い
第
二
冊
目
へ
の
努
力
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

家
庭
に
お
け
る
妻
、
母
の
境
遇
を
ま
し
な
も
の
と
し
得
る
実
践
と
し
、
同
時
に
文
学
的
生
長
の
姿
と
し
て

現
れ
る
こ
と
を
楽
し
み
に
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
三
月
〕
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